
「
　
足
　
引
　
宮
　
」
　
転
　
生

－
　
「
厳
島
本
地
」
に
お
け
る
主
人
公
の
複
活
・
吉
祥
天
か
ら
弁
才
天
へ

は
じ
め
に
ー
作
品
の
成
立
と
諸
本
の
性
格
－

（

中
世
の
本
地
物
語
で
あ
る
「
厳
島
本
地
」
の
中
核
を
成
す
の
は
、
長
門
奄
平

家
物
語
』
巻
五
厳
嶋
次
第
事
、
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
三
人
遺
信
二
厳
島
一
迫
垂

述
事
な
ど
の
厳
島
縁
起
に
語
ら
れ
て
い
る
漂
着
神
伝
承
で
あ
る
。
本
地
物
語
で

は
、
神
の
出
現
の
部
分
が
物
語
部
分
に
比
べ
て
特
に
古
い
も
の
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
る
（
大
島
建
彦
氏
「
本
地
物
の
構
造
」
、
『
文
学
論
藻
』
3
2
号
）
。
当

本
地
は
、
女
神
が
空
船
で
漂
着
し
、
巫
的
人
物
が
そ
れ
を
祭
る
と
い
う
厳
島
神

社
の
古
縁
起
を
中
心
に
、
そ
の
女
神
の
出
自
を
説
明
す
る
た
め
の
前
生
詔
が
付

加
さ
れ
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
、
中
世
に
流
布
し
て
い

モ
テ
イ
ー
フ

た
様
々
な
説
話
の
要
素
や
、
縁
起
の
享
受
者
の
担
う
伝
承
を
、
テ
キ
ス
ト
の
レ

ベ
ル
に
吸
い
上
げ
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
中
世
に

於
る
神
の
役
割
が
国
家
守
護
か
ら
衆
生
済
度
へ
と
変
化
し
た
こ
と
、
平
氏
の
擁

護
に
よ
㌧
て
厳
島
神
社
が
一
地
方
社
か
ら
中
央
社
へ
変
貌
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
q

今
回
は
、
従
来
か
ら
関
係
づ
け
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
「
熊
野
本

地
」
と
「
厳
島
本
地
」
と
を
、
各
々
の
主
人
公
の
役
割
に
注
目
し
て
比
較
し
、

当
本
地
の
主
題
の
独
自
性
を
確
認
し
た
い
。
本
稿
の
第
二
、
三
節
で
あ
る
。
次

に
、
そ
の
主
題
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
、
作
品
に
登
場
す

田
　
中
　
貴
　
子

モ
テ
イ
ー
フ

る
幾
つ
か
の
要
素
に
即
し
て
述
べ
る
。
本
稿
の
第
四
～
七
節
で
あ
る
。

な
お
、
「
厳
島
本
地
」
諸
本
の
う
ち
、
考
察
対
象
と
し
た
も
の
は
次
の
如
く

で
あ
る
。

）

貞
和
本
（
貞
和
二
年
写
、
『
室
町
時
代
物
語
集
』
一
）
、
天
理
図
書
館
本

（

（
元
和
八
年
写
、
同
右
）
、
刊
本
（
明
暦
二
年
刊
、
同
右
）
、
慶
応
大
学

本
（
近
世
初
期
頃
写
、
『
駒
沢
国
文
』
1
5
号
）
、
続
群
雷
類
従
本
（
『
抜

群
書
類
従
』
三
下
）
、
刈
谷
図
書
館
本
（
奈
良
絵
本
）
、
稲
賀
先
生
蔵
本

（
近
世
中
～
末
期
頃
写
、
『
内
海
文
化
研
究
所
紀
要
』
6
）
、
広
島
大
学

本
（
近
世
初
期
写
、
巻
子
本
、
同
右
）
、
白
峰
寺
本
（
近
世
初
期
写
、
『
神

道
物
語
集
』
）
、
厳
島
神
社
本
（
『
駒
沢
国
文
』
1
6
号
）

こ
れ
ら
の
諸
本
を
、
記
事
、
語
句
の
異
同
に
よ
り
三
系
統
に
分
類
す
る
方
法

）

が
行
わ
れ
て
き
た
（
松
本
隆
信
氏
「
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
」
一
、
『
斯

（

道
文
庫
論
集
』
9
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
最
も
古
い
奥
書
を
持
つ
貞
和
本
本
文

は
他
本
と
比
べ
て
大
幅
な
異
同
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
刊
本
が
そ
の
系

統
に
近
い
と
填
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
貞
和
本
は
神
社
側
制
作
に
よ
る
正
式
な

2

縁
起
に
相
当
U
、
そ
の
享
受
者
層
も
異
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
伝
承
学
的
考

察
を
行
う
場
合
こ
の
一
本
は
別
筒
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
本
は
、
程
度

の
差
は
あ
れ
対
庶
民
レ
ベ
ル
の
縁
起
語
り
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
研
究
者

に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
き
た
内
容
の
「
荒
唐
無
稽
」
さ
や
、
本
文
文
意
の
通
り
難

13



さ
も
そ
こ
に
原
因
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

）C
　
「
厳
島
本
地
」
と
「
熊
野
本
地
」

「
厳
島
本
地
」
は
、
「
熊
野
本
地
」
と
の
内
容
の
類
似
か
ら
、
後
者
の
模
倣

に
す
ぎ
ず
、
文
芸
的
完
成
度
も
更
に
低
い
と
い
う
評
価
を
受
け
が
ち
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
両
者
の
類
似
は
、
よ
く
考
察
す
る
と
全
編
に
渡
る
も
の
で
は
な

く
、
主
人
公
・
足
引
宮
の
山
中
出
産
詔
に
か
か
わ
る
部
分
に
著
し
い
こ
と
が
判

る
。
一
方
が
他
方
を
模
倣
し
た
と
い
う
よ
り
、
両
者
の
共
通
母
胎
た
る
或
る
伝

承
か
ら
個
別
に
発
生
し
た
も
の
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
今
野
達
氏
は
、

こ
の
共
通
母
胎
が
『
今
昔
物
語
集
』
巻
五
「
東
城
国
皇
子
壬
生
人
通
阿
就
碩
女

語
第
廿
二
」
が
依
拠
し
た
説
話
で
あ
り
、
「
厳
島
本
地
」
、
「
熊
野
本
地
」
、

「
阿
弥
陀
本
地
」
の
三
本
は
、
そ
の
説
話
が
中
世
に
於
て
発
展
し
た
形
で
あ
る

と
述
べ
ら
れ
た
（
『
国
語
』
3
・
4
号
）
。
同
一
説
話
か
ら
個
別
に
発
生
し
た

も
の
で
あ
っ
て
も
、
内
容
の
類
似
ゆ
え
に
お
そ
ら
く
後
世
に
相
互
の
交
渉
を
有

し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
要
素
の
一
方
的
な
流
出
だ
け
で
は
な
く
、
様

々
な
形
態
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
長
い
時
間
の
中
で
数
々
の
伝
承
と
接
触
し

つ
つ
成
長
し
て
き
た
こ
の
よ
う
な
説
話
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
そ
の
主
題
に
迫
る
の

は
容
易
で
は
な
い
。

「
厳
島
」
と
「
熊
野
」
と
を
比
較
検
討
し
て
い
く
場
合
考
え
ら
れ
る
方
法
と

し
て
は
、
登
場
人
物
に
与
え
ら
れ
た
役
割
を
検
討
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

主
人
公
の
山
中
出
産
と
い
う
同
一
の
設
定
を
と
り
は
す
る
が
、
各
々
の
主
人
公

に
与
え
ら
れ
た
役
割
は
明
ら
か
に
異
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
違
こ
そ
が

作
品
の
主
題
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
類
似
の

著
し
い
山
中
出
産
の
場
面
を
主
に
比
較
し
、
描
写
の
相
違
を
見
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

「
厳
島
本
地
」
の
足
引
宮
と
「
熊
野
本
地
」
の
五
衰
殿
女
御
は
、
王
の
后
達

の
嫉
妬
を
受
け
て
山
中
に
運
行
さ
れ
、
王
子
を
生
ん
だ
直
後
に
斬
首
さ
れ
る
。

本
地
物
語
で
は
、
主
人
公
が
人
間
の
姿
で
い
る
問
に
受
け
た
苦
難
を
語
る
部
分

が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。
五
衰
殿
女
御
の
場
合
、
そ
の
敷
難
に
相
当
す
る
山
中

出
産
語
は
物
語
の
主
軸
と
な
っ
て
お
り
、
女
御
の
死
後
、
物
語
の
視
点
は
王
子

に
移
っ
て
、
今
庄
は
王
子
が
敷
難
を
引
継
ぐ
形
で
進
め
ら
れ
る
。
「
熊
野
」
で

は
、
主
人
公
の
敷
難
そ
の
も
の
と
、
自
己
犠
牲
的
に
完
結
す
る
死
を
措
く
こ
と

が
主
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
「
厳
島
」
で
は
、
主
人
公
の
死

後
は
彼
女
の
復
活
を
め
ざ
し
て
全
て
が
動
き
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

主
人
公
の
復
活
を
描
く
こ
と
が
主
題
な
の
で
あ
る
。

首
を
斬
ら
れ
た
母
の
骸
が
子
を
育
て
る
場
面
で
も
、
両
本
地
の
主
人
公
に
対

す
る
表
現
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
「
熊
野
」
で
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

き
さ
き
の
御
し
1
む
ら
く
ち
う
せ
て
、
は
つ
こ
つ
と
な
い
ソ
に
け
り
、
さ
れ

と
も
、
ふ
た
つ
の
御
ち
ふ
さ
は
か
り
は
、
い
ろ
も
か
は
ら
す
あ
り
て
、
御

ち
を
あ
や
し
て
、
わ
う
L
を
や
し
な
い
ま
い
ら
せ
た
ま
ひ
け
り
、

（
桟
山
氏
蔵
本
）

母
性
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
る
乳
房
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
限
り
な
く
与

え
続
け
る
母
と
し
て
の
愛
情
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
厳
島
」
で

翼
死
と
再
生
の
象
徴
た
る
植
物
の
生
成
が
、
足
引
宮
の
復
活
を
暗
示
し
て
い

3殻
。

御
く
び
の
き
れ
め
よ
り
、
て
ん
の
あ
め
つ
ゆ
ふ
り
入
て
、
か
ん
ろ
と
な
る

を
き
こ
し
め
し
お
は
し
ま
す
…
…
此
さ
さ
き
み
だ
れ
拾
ふ
あ
と
よ
い
ソ
、
い

つ
く
し
き
く
さ
、
お
1
り
い
で
け
る
を
、
わ
う
じ
と
り
て
き
こ
し
め
し
、

（
天
理
本
）

五
哀
殿
女
御
に
比
べ
る
と
、
足
引
宮
の
場
合
は
母
性
と
は
別
の
次
元
の
も
の

14



が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ヽ
ノG

　
足
引
宮
の
死
と
再
生
の
意
味

「
熊
野
本
地
」
諸
本
の
中
に
は
、
杭
全
神
社
本
、
横
山
氏
蔵
本
、
丹
緑
木
な

ど
の
よ
う
に
、
主
人
公
の
復
活
の
記
事
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
熊

野
縁
起
の
最
も
古
い
形
で
あ
る
『
神
道
集
』
巻
七
熊
野
縁
起
事
に
は
、
古
本
系
、

流
布
本
系
の
い
ず
れ
に
も
女
御
蘇
生
の
記
事
は
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ

て
も
、
五
衰
殿
女
御
の
復
活
は
「
熊
野
」
本
来
の
形
で
は
な
く
、
テ
キ
ス
ト
が

或
る
程
度
の
固
定
を
み
た
頃
、
「
厳
島
」
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
逆
輸
入
さ
れ
た

可
能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
女
卸
郁
生
の
動
機
に
し
て
も
、
「
熊
野
」
で
は
、

王
子
が
国
王
に
即
位
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
自
主
的
に
母
の
蘇
生
を
持
ち
出

す
の
で
あ
h
ソ
、
足
引
宮
自
身
が
蘇
生
の
方
法
ま
で
指
示
す
る
「
厳
島
」
の
あ
り

方
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。

杭
全
神
社
本
で
は
、
成
長
し
た
王
子
が
母
の
骸
を
奈
毘
に
附
す
箇
所
が
あ
る
。

…
霊
∬
…
損
得
鐙
＿
ん
の
た
き
、
に
つ
み
。
め
て
、

こ
れ
は
女
御
の
弔
い
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
女
御
は
肉
体

的
に
も
精
神
的
に
も
死
を
迎
え
た
の
で
あ
り
、
こ
の
後
に
蘇
生
を
予
想
す
る
こ

と
は
難
し
い
。

ま
た
、
上
人
が
主
人
公
の
蘇
生
を
計
っ
て
呪
法
を
行
う
場
面
に
も
、
表
現
に

大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

（
熊
野
）
上
人
御
す
い
で
ん
の
御
こ
つ
を
だ
ん
を
か
ざ
り
す
へ
た
て
ま
つ

客

　

　

戯

　

　

美

　

　

配

り
。
…
…
か
1
り
け
る
と
こ
ろ
に
。
ぶ
つ
ぜ
ん
よ
り
。
れ
う
が
ん
ひ
れ
い

な
る
。
女
御
の
御
す
が
た
兄
へ
さ
せ
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
（
丹
緑
木
）

（
厳
島
）
さ
て
も
狙
は
ね
を
な
ら
べ
、
き
ぬ
引
か
つ
け
、
だ
ん
を
こ
し
ら

克

　

音

　

沌

　

泣

へ
て
ほ
っ
ろ
て
い
き
う
と
し
て
お
こ
な
ひ
た
ま
ふ
…
…
う
へ
の
き
ぬ
引
の

け
て
見
た
ま
へ
は
、
も
と
の
祝
す
か
た
に
、
す
こ
し
も
か
は
ら
ず
、

（
天
理
本
）

「
厳
島
」
の
上
人
の
呪
法
は
、
骨
を
並
べ
布
を
被
せ
て
行
う
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
具
体
的
な
方
法
の
記
述
は
、
『
撰
集
抄
』
巻
五
作
人
形
事
（
松
平
本
）
を

4

想
起
さ
せ
、
起
源
の
古
さ
を
感
じ
さ
せ
殻
。
断
定
は
出
来
な
い
が
、
記
述
の
生

オ
H
ノ
汐
ナ
ル

々
し
さ
か
ら
い
っ
て
、
「
厳
島
」
が
原
型
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

足
引
宮
と
五
衰
殿
女
御
の
復
活
の
あ
り
方
の
相
違
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

足
引
宮
自
ら
が
積
極
的
に
そ
の
方
法
を
夢
に
よ
っ
て
指
示
す
る
こ
と
に
も
表
わ

れ
て
い
る
。
善
哉
王
に
対
し
て
は
、
復
活
の
呪
法
を
身
に
つ
け
た
上
人
の
居
所

を
教
え
、
王
子
に
対
し
て
は
、
自
分
の
骨
を
岩
の
下
に
納
め
隠
す
こ
と
を
指
示
一

し
、
父
王
と
の
再
会
を
予
言
す
る
。
骨
を
隠
す
の
は
、
呪
法
を
行
う
と
き
ま
で
　
1
5

散
逸
し
な
い
よ
う
に
保
管
し
て
お
く
た
め
で
あ
り
・
「
熊
野
」
の
二
郡
の
テ
キ
ー

ス
ト
に
あ
る
よ
う
な
、
王
子
が
母
を
悼
ん
で
自
発
的
に
と
っ
た
行
動
で
は
な
い
。

「
熊
野
」
で
は
物
語
の
主
軸
は
母
子
の
愛
情
に
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
足
引
宮

の
夫
や
子
へ
の
思
い
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

善
哉
王
の
夢
枕
に
立
っ
た
足
引
宮
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
告
げ
る
。

蜘
御
心
ざ
し
ふ
か
く
は
、
わ
が
す
が
た
を
、
も
と
の
ご
と
く
に
、
を
こ
な

ひ
か
へ
し
て
み
た
ま
へ
、

的
…
…
お
こ
な
ひ
か
へ
し
て
み
た
ま
へ
、

綿
…
…
お
こ
な
ひ
か
へ
し
見
給
へ
か
し
、

の
…
…
お
こ
な
ひ
か
へ
し
て
見
た
ま
へ
、

㈲
・
…
：
い
の
り
返
ら
し
見
給
へ
、

廟
…
…
い
の
り
か
へ
し
給
へ
か
し
、



脚
…
…
本
の
形
に
成
て
見
、

補
助
動
詞
「
見
」
に
注
目
し
て
現
代
語
に
直
す
と
、
「
私
を
（
呪
法
に
よ
っ

て
）
本
の
形
に
し
て
御
覧
な
さ
い
ま
し
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
慶
応

本
で
は
意
味
が
異
る
が
、
続
群
書
類
従
本
の
よ
う
に
、
「
見
」
と
「
か
し
」
が

複
合
し
た
形
も
あ
り
、
書
写
の
際
の
何
ら
か
の
誤
り
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

足
引
宮
の
口
調
か
ら
窺
え
る
の
は
、
自
ら
の
復
活
へ
の
強
い
指
向
で
あ
り
、
絶

対
的
超
越
者
と
し
て
善
哉
王
を
挑
発
し
復
活
を
遂
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
で

あ
る
。足

引
宮
の
夢
告
は
、
復
活
が
速
や
か
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
目
ざ
し
、
予
め

決
め
ら
れ
た
手
順
を
次
々
と
踏
ま
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
山
中
で
斬
首
さ

れ
た
と
き
、
足
引
宮
は
瓜
人
の
身
V
と
し
て
の
死
を
迎
え
、
厳
島
の
神
と
な
る

た
め
の
準
備
期
問
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
瓜
人
の
身
V
で
い
る
問
の
顆
難
は
、

実
際
は
直
接
的
に
神
と
し
て
現
わ
れ
た
る
た
め
の
必
要
条
件
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
足
引
宮
の
受
け
る
穀
難
が
鼻
の
妻
（
つ
ま
り
姑
）
の
嫉
妬
と
い
う
不
自
然

な
設
定
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
較
難
が
単
な
る
形
式
に
過
ぎ
ず
、
本
来
は

主
人
公
が
神
と
し
て
吾
現
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
足
引
宮
の
試
練
は
、
む
し
ろ
A
人
の
身
V

と
し
て
の
死
の
後
に
あ
る
。
死
後
、
足
引
宮
が
こ
の
よ
う
に
夢
に
立
汚
現
わ
れ

5

る
の
は
、
民
俗
学
で
い
う
神
の
「
籠
り
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
聖

夢
と
同
様
に
、
「
罷
り
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
空
船
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

空
船
の
中
に
文
字
通
り
籠
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
厳
島
の
神
と
し
て
の
霊
力
が
充

実
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
箱
船
漂
着
型
と
呼
ば
れ
る
伝
承
の
型
を
と
”
て

6

い
る
が
、
こ
の
古
い
例
は
、
朝
鮮
の
『
三
国
遺
事
』
を
始
め
と
し
て
数
多
い
。

モ
テ
イ
ー
フ

こ
の
よ
う
に
、
当
本
地
に
は
死
と
再
生
の
要
素
が
散
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は

「
熊
野
」
と
は
全
く
冥
っ
た
主
題
、
す
な
わ
ち
厳
島
神
の
輪
廻
転
生
を
描
く
た

め
に
は
か
な
ら
な
い
。
足
引
宮
復
活
の
記
事
は
、
当
本
地
で
は
充
分
な
必
然
性

を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ヽ
ノ四

　
厳
島
神
転
生
－
本
地
物
の
形
式
－

（

第
二
・
三
節
で
は
、
足
引
宮
の
A
人
の
身
V
か
ら
神
へ
の
転
生
を
考
察
し
た
。

本
節
で
は
、
本
地
物
語
の
基
本
構
造
に
鑑
み
、
仏
身
、
人
身
、
神
明
と
い
う
一

連
の
変
化
を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
地
物
語
は
、
そ
の
「
本
地
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
中
世
に
盛
行
を

極
め
た
本
地
垂
遊
説
を
踏
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
本
地
垂
迩
説
と
は
、
l
亨
っ

ま
で
も
な
く
仏
菩
薩
が
衆
生
済
度
の
た
め
に
神
明
と
い
う
仮
の
姿
を
と
っ
て
人

界
に
現
わ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
く
の
本
地
物
語
で
は
、

仏
菩
薩
が
申
し
子
と
し
て
人
の
胎
内
に
宿
り
、
人
と
し
て
生
ま
れ
る
と
い
う
形

で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

申
し
子
が
受
け
る
敷
難
の
多
く
は
、
継
子
い
じ
め
や
後
妻
妬
み
と
い
っ
た
世

俗
臭
の
強
い
も
の
で
あ
る
。
和
辻
哲
郎
氏
は
、
覿
難
を
受
け
る
神
の
姿
を
「
苦

し
む
神
」
（
「
埋
も
れ
た
日
本
」
全
集
第
三
巻
）
と
評
し
た
が
、
果
た
し
て
、

こ
の
よ
う
な
人
間
的
な
感
情
の
も
つ
れ
が
神
と
し
て
現
ず
る
た
め
の
必
要
条
件

と
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
敷
難
の
質
で
あ
る
。

本
地
物
語
の
主
人
公
が
申
し
子
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
既
に
神

へ
の
転
生
を
呼
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
敷
難
は
二
次
的
な
要
素
に
過
ぎ
な
い

と
考
え
ら
れ
殻
。
主
人
公
は
、
死
と
再
生
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
仏
身
1
人
身

1
神
明
と
い
う
、
予
定
さ
れ
た
転
生
の
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
本
地
物
語
の
基
本
形
式
で
あ
り
、
粗
難
の
有
無
は
必
ず
し
も
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
中
世
に
流
行
し
た
継
子
い
じ
め
な
ど

モ
テ
イ
し
フ

の
要
素
を
付
加
的
に
取
り
入
れ
て
、
受
け
手
の
興
味
に
沿
っ
た
物
語
的
な
潤
色

16



を
施
す
余
地
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
足
引
宮
の
場
合
は
申
し
子
で
あ
る
と
い
う
設
定
を
欠
い
て
い
る
。
一

体
ど
の
よ
う
な
形
で
、
こ
の
本
地
物
語
の
基
本
形
式
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
当
本
地
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
作
品
の
冒
頭
近
く
と
末
尾
に
、

ま
る
で
呼
応
す
る
か
の
よ
．
う
に
配
さ
れ
た
、
吉
祥
天
と
弁
才
天
と
い
う
二
つ
の

天
部
の
存
在
で
あ
る
。

善
哉
王
は
、
八
十
二
代
家
に
伝
わ
る
扇
に
描
か
れ
た
女
に
一
日
で
恋
す
る
が
、

そ
れ
を
或
る
臣
下
が
次
の
よ
う
に
諭
す
。

ま
た
し
ん
か
申
奉
る
は
、
さ
て
も
こ
の
扇
臥
㌘
女
房
と
中
は
、
い
に
L

へ
の
ぴ
し
ゃ
も
ん
の
祝
い
も
う
と
に
、
言
上
天
女
と
申
人
を
、
う
つ
し
か

一

′

ヽ

′

ヽ

l

r

き
と
ゞ
め
た
る
と
か
や
、
そ
れ
は
い
ま
な
の
み
残
て
ぬ
L
は
な
し
、
お
も

ひ
と
ゞ
ま
り
給
へ
、
さ
て
も
、
こ
れ
よ
り
西
に
図
あ
り
、
其
回
の
な
を
は

西
城
国
と
な
づ
く
、
そ
の
国
の
王
の
な
を
ば
天
日
王
と
申
、
三
番
に
あ
た

り
給
ふ
ひ
め
み
や
、
足
引
の
み
や
と
申
奉
る
こ
そ
、
天
下
第
一
の
み
め
よ

き
女
房
と
は
申
侯
と
か
た
り
た
て
ま
つ
る
、
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
）

こ
こ
で
、
「
い
に
L
へ
」
と
「
い
ま
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
吉
祥
天
と
足

引
宮
と
が
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
臣
下
が
足
引
宮
の
存
在

を
語
っ
た
の
は
、
そ
の
美
し
さ
と
い
う
点
で
吉
祥
天
に
匹
敵
す
る
か
ら
で
あ
っ

た
が
、
少
々
唐
突
な
感
を
免
れ
な
い
。
こ
の
臣
下
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
善
哉
王

の
恋
の
対
象
は
吉
祥
天
か
ら
足
引
宮
へ
巧
妙
に
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
こ
の
後
、
善
哉
王
は
足
引
宮
へ
の
「
見
ぬ
恋
」
を
つ
の
ら
せ
る
が
、
足

引
宮
は
い
わ
ば
吉
祥
天
の
形
代
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

善
哉
王
の
心
の
動
き
は
ご
く
自
然
で
あ
り
、
吉
祥
天
と
足
引
宮
と
は
、
時
間
的

・
空
間
的
隔
た
り
を
越
え
て
同
一
人
物
と
倣
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
さ

そ
う
で
あ
る
。
八
十
二
代
と
い
う
数
字
も
便
宜
的
な
も
の
で
あ
玖
「
い
に
L
へ
」

L
と
、
ち
か
わ
せ
お
わ
し
ま
す
。
L
や
う
じ
ん
の
べ
ん
ざ
ひ
て
ん
と
げ
ん

じ
、
一
さ
ひ
の
し
ゆ
ぜ
う
を
、
な
ん
ぞ
請
願
満
足
せ
ざ
ら
ん
裁
、（

天
理
本
）

転
生
の
第
三
段
階
で
あ
る
神
明
は
、
弁
才
天
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
祭
神
と
し
て
の
弁
才
天
と
厳
島
と
の
つ
な
が
り
は
い
か
な
る
も
の
か
、

次
節
で
は
テ
キ
ス
ト
を
一
且
離
れ
、
弁
才
天
の
背
後
に
あ
る
伝
承
世
界
を
探
る

こ
と
に
す
る
。

）五
　
厳
島
と
弁
才
天

′
．
ヽ

「
厳
島
本
地
」
の
最
も
古
い
庁
キ
ス
ト
と
さ
れ
る
の
は
貞
和
本
で
あ
る
が
、

8

こ
れ
に
は
弁
才
天
の
記
事
は
な
悠
そ
の
た
め
、
弁
才
天
は
時
代
も
か
な
り
下

る
近
世
頃
に
、
享
受
者
の
現
世
利
益
的
要
求
に
応
え
る
た
め
付
加
さ
れ
た
の
だ

と
し
て
片
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
罪
一
節
に
述
べ
た
よ

う
に
、
貞
和
本
は
テ
キ
ス
ト
の
性
格
が
他
本
と
異
る
の
で
、
こ
こ
で
は
除
外
し

て
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

17

の
吉
祥
天
と
「
い
ま
」
の
足
引
宮
と
の
問
に
横
た
わ
る
隔
た
り
を
象
徴
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
吉
祥
天
が
人
界
と
は
異
っ
た
次
元
の
世
界
か
ら
、
善
哉
王
の

生
き
る
「
い
ま
」
に
、
人
の
姿
を
と
っ
て
立
ち
現
わ
れ
た
の
が
足
引
宮
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
吉
祥
天
か
ら
足
引
宮
へ
の
転
生
は
、
本
地
物
語
に
於
け
る
仏
身
か
ら

人
身
へ
の
変
化
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
足
引
宮
は
最
後
に
弁
才
天
と
現
ず
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
該
当
部

分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
れ
ば
大
明
神
と
ち
か
は
せ
給
は
、
我
を
ね
ん
ぜ
ん
し
ゆ
ぜ
う
に
は
、
く

わ
ん
併
き
、
子
孫
は
ん
じ
ゃ
う
、
う
た
が
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
、
も
し
ふ
し

ん
の
し
ゆ
ぜ
う
に
は
、
子
孫
跡
を
た
へ
て
、
其
身
は
則
わ
る
く
な
り
ぬ
べ

L
と
、
ち
給
監
ポ



弁
才
天
の
信
仰
は
、
近
世
の
七
福
神
信
仰
に
最
も
即
著
に
表
わ
れ
る
。
弁
財

天
と
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
専
ら
致
福
利
生
の
職
能
を
託
さ

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
弁
才
天
の
記
事
が
本
来
の
縁
起
に
存
在
し
て
い
た
か

ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
厳
島
と
弁
才
天
信
仰
の
結
び
つ
き
は
、
中
世
ま

で
遡
り
う
る
根
の
深
さ
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

厳
島
の
神
を
弁
才
天
と
説
く
最
初
の
例
は
、
十
六
植
紀
の
大
内
義
隆
吾
憶
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
。

退
二
使
朝
鮮
国
王
、
茎
盃
還
一
容

声
州
日
二
安
華
、
某
敵
軍
厳
島
「
悪
所
才
多
門
雨
天
一
為
二
社
主
一
、

（
広
島
県
史
）

し
か
し
、
十
四
世
紀
初
頭
成
立
の
『
渓
嵐
拾
薬
集
』
で
は
、
既
に
両
者
の
結

び
つ
き
が
見
ら
れ
る
。

一
、
六
所
塀
財
天
事
　
天
川
紀
州
厳
島
安
芸
竹
生
島
江
州
江
島
相
川
箕
面
荒

背
振
山
肥
州
己
上
　
　
　
（
『
大
正
蔵
』
第
七
六
巻
、
肇
一
七
）

六
所
弁
才
天
と
し
て
一
緒
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
竹
生
島
は
、
そ
の
地
理
的
環

9

境
、
女
神
や
龍
蛇
神
の
伝
承
を
持
つ
こ
と
な
竺
厳
島
と
は
多
く
の
共
通
点
を

有
し
て
い
る
。
以
下
に
挙
げ
る
「
金
光
明
最
勝
王
経
」
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
弁
才
天
の
居
処
と
し
て
は
、
竹
生
島
も
厳
島
も
条
件
を
充
分
に
備
え
て
い

る
。

戎
在
山
厳
探
醸
成
　
或
居
吹
窟
及
河
劫

或
在
大
樹
諸
古
林
　
天
女
多
依
此
中
住

（
『
大
正
蔵
』
第
十
六
巻
、
大
所
才
天
女
品
第
十
五
）

竹
生
島
の
場
合
は
、
早
く
十
二
世
紀
の
『
江
談
抄
』
に
次
の
よ
う
な
弁
才
天

と
の
習
合
の
例
が
あ
り
、
厳
島
も
こ
の
頃
か
や
や
遅
れ
て
習
合
が
始
ま
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

三
千
世
界
眼
前
轟
。
十
二
因
縁
心
莞
工
。
縫
醜
轡
故
老
傍
白
。
下
七
字

作
者
難
二
思
得
一
。
嶋
主
弁
才
天
告
二
教
之
一
・
‥
（
類
従
本
草
巻
四
）

平
安
中
期
成
立
の
「
竹
生
鴫
縁
起
」
（
「
諸
寺
縁
起
集
」
に
収
録
）
に
よ
れ

ば
、
弁
才
天
と
竹
生
島
を
結
び
つ
け
た
の
は
、
天
台
系
の
僧
侶
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
島
を
訪
れ
た
僧
が
し
き
り
に
「
智
研
」
を
口
に
す
る
の
は
、
島
主
が
弁
才

天
だ
と
意
試
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

至
二
貞
観
二
年
一
。
天
台
宗
眞
静
到
二
束
此
鴫
一
。
脛
年
修
行
。
智
塀
之
帯
流

一
五
天
下
一
。
牒
】
彼
哲
愚
一
。
造
二
改
神
社
一
。
施
二
人
金
銀
之
珍
野
。

（
『
大
日
本
併
教
全
書
』
第
八
三
巻
）

松
岡
久
人
氏
ら
に
よ
る
と
、
厳
島
は
早
く
か
ら
神
仏
習
合
が
進
ん
で
お
り
、

平
安
末
期
に
ま
ず
天
台
系
仏
教
が
入
り
、
少
し
遅
れ
て
宰
言
系
仏
教
が
続
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
聖
と
す
る
と
、
天
台
系
仏
教
関
係
者
が
弁
才
天
信
仰
を
島
一

内
に
持
ち
込
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
天
台
宗
と
厳
島
明
神
と
の
関
係
　
1
8

は
、
十
四
世
紀
半
ば
の
『
寺
徳
集
』
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
一

問
。
明
神
御
本
誰
人
耶
。

答
。
安
垂
国
威
嶋
明
神
託
亘
石
。
我
是
婆
喝
羅
龍
王
女
子
也
。
姉
是
法
花

提
盗
品
之
時
即
身
成
排
撃
。
又
有
男
子
。
為
謹
智
詔
大
師
併
法
来
給
。
三

井
寺
新
羅
明
神
是
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
群
書
類
従
二
八
）

）六
　
弁
才
天
と
吉
祥
天

（

第
四
節
に
於
て
、
吉
祥
天
と
弁
才
天
と
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

こ
の
両
者
の
結
び
つ
き
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
我
が
国
の
伝
承

世
界
で
、
弁
才
天
と
吉
祥
天
が
ど
の
よ
う
な
形
で
受
け
入
れ
ら
れ
、
理
解
さ
れ

て
い
た
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

弁
才
天
、
吉
祥
天
に
つ
い
て
記
す
主
な
仏
典
は
「
金
光
明
最
勝
王
経
」
で
あ



る
。
こ
れ
は
、
奈
良
時
代
に
唐
僧
・
義
浄
が
漢
訳
し
た
も
の
が
将
来
さ
れ
、
銃

護
国
家
の
経
典
と
し
て
尊
ば
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
天
の
信
仰
も
人
々
の

間
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
（
魚
尾
孝
之
氏
「
吉
祥
天
と
吉
祥
天
説
話
」
、
『
国
文

学
』
（
大
正
大
学
大
学
院
）
5
号
）
。
本
来
は
性
の
無
い
仏
菩
薩
に
対
し
て
天

部
は
性
別
を
色
濃
く
威
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
中
で
も
よ
り
強
い
女

性
性
を
強
調
さ
れ
て
い
た
点
が
こ
の
両
天
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
ず
吉
祥
天
に
つ
い
て
言
え
ば
、
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
十
三
「
愛
欲
を

生
じ
吉
祥
天
女
の
像
に
恕
ひ
感
應
し
て
奇
表
を
な
す
綾
」
を
初
め
と
し
て
、
そ

の
女
身
と
し
て
の
美
し
さ
を
描
く
説
話
は
数
多
い
。
ま
た
、
吉
祥
天
は
様
々
に

姿
を
変
え
る
性
質
も
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
『
霊
異
記
』
中
巻
第
十
四
「
窮
し

き
女
王
吉
祥
天
女
の
像
に
帰
敬
し
現
報
を
得
る
綾
」
に
は
、
乳
母
に
変
化
し
財

を
施
す
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

弁
才
天
は
吉
祥
天
に
比
べ
説
話
が
少
な
い
が
、
「
金
光
明
最
勝
王
経
」
巻
八
、

大
坪
才
天
女
品
第
十
五
に
は
、
「
母
と
し
て
能
く
世
間
を
生
み
給
う
」
、
「
諸

の
女
中
に
最
も
梵
行
あ
り
」
な
ど
と
あ
り
、
天
女
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
判
る
。

源
流
を
遡
る
と
、
両
天
の
性
格
は
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。
吉
祥
天
は
毘
沙
門

の
妃
と
さ
れ
、
信
仰
す
る
者
に
は
財
福
を
与
え
る
と
い
う
。
ま
た
、
弁
才
天
は

本
来
水
の
神
で
あ
り
、
芸
能
や
弁
舌
、
学
問
知
識
を
司
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

我
が
国
で
は
美
形
の
天
女
と
い
う
特
性
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
、
混
同
さ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
伝
承
が
も
っ
と
も
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
の
が
、

十
二
世
紀
の
東
密
系
図
像
学
書
の
『
党
躍
抄
』
で
あ
る
。

所
現
身
事

或
抄
伝
。
吉
祥
天
現
誓
二
極
之
身
㌢
夢
一
上
根
高
空
大
如
才
天
女
形
↓
。

夢
一
中
根
一
現
一
大
吉
祥
女
形
↓
。
下
根
一
現
二
功
徳
天
形
↓
。

（
大
日
本
併
教
全
書
』
五
十
巻
）

庶
民
を
対
象
と
す
る
唱
導
の
レ
ベ
ル
で
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
持
つ
伝
承

が
相
互
に
混
合
し
、
縁
起
は
そ
れ
を
積
極
的
に
吸
収
し
成
長
し
て
い
く
も
の
で

あ
る
。
弁
才
天
と
厳
島
神
と
の
習
合
が
進
む
に
つ
れ
て
、
性
格
の
共
通
す
る
吉

祥
天
と
弁
才
天
は
一
対
に
仕
立
て
ら
れ
、
当
本
地
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ

叫

っ
缶
。
こ
う
し
て
、
初
め
に
吉
祥
天
、
終
わ
h
ソ
に
弁
才
天
を
配
す
る
こ
と
に
よ

り
、
仏
身
1
人
身
1
神
明
と
い
う
転
生
の
構
図
は
更
に
明
確
に
表
現
さ
れ

得
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

「
い
に
L
へ
」
…
本
地
　
　
「
い
ま
」
…
人
の
身
　
神
明

吉

　

祥

　

天

足

引

宮

弁

才

天

（
厳
島
神
）

時
空
的
隔
絶
　
　
　
瓜
人
の
身
V
の
死
（
1
コ
モ
リ
）
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）七
　
足
引
宮
の
名
義
の
意
図

（

足
引
宮
蘇
生
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
彼
女
の
夫
の
善
哉
王
で
あ

る
。
こ
の
善
哉
王
と
い
う
名
は
、
「
熊
野
本
地
」
や
「
鞍
馬
本
地
」
に
も
同
様

の
名
が
見
ら
れ
、
我
が
国
で
は
天
竺
の
国
王
の
一
般
的
な
名
前
と
し
て
広
く
流

布
し
て
い
た
固
有
名
詞
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
女
主
人
公
の
足
引
宮
と

い
う
名
は
、
他
の
物
語
類
を
見
て
も
類
似
を
感
じ
さ
せ
る
名
さ
え
見
当
た
ら
な

い
。
と
こ
ろ
が
私
見
に
よ
る
と
、
こ
の
名
の
独
自
性
は
即
ち
当
本
地
の
主
題
を

如
実
に
物
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

足
引
宮
と
い
う
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
未
だ
固
定
さ
れ
た
説
が
な
い
。
主

な
説
と
し
て
は
、
ア
シ
ヒ
キ
ノ
が
「
山
」
に
係
る
枕
詞
な
の
で
、
弥
山
の
山
岳



信
仰
を
人
格
化
し
た
、
所
謂
「
山
の
神
」
を
表
わ
し
て
い
る
と
す
る
説
（
白
石

一
美
氏
「
厳
島
の
本
地
の
構
造
」
、
『
宮
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
4
0
号
）
が

あ
る
。
当
本
地
と
起
源
を
一
に
す
る
「
熊
野
本
地
」
や
「
阿
弥
陀
本
地
」
の
女

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

主
人
公
の
名
も
、
各
々
五
衰
殿
女
御
と
あ
し
ゆ
く
ぶ
に
ん
で
あ
り
、
関
連
が
あ

る
と
は
思
え
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
白
石
氏
の
あ
げ
て
お
ら
れ
る
「
ア
シ
ヒ
キ
ノ
」
と
い
う
枕
詞

に
日
を
移
す
こ
と
に
し
よ
う
。
中
世
に
於
て
、
和
歌
、
特
に
『
古
今
和
歌
集
』

の
注
釈
書
が
多
く
成
立
す
る
が
、
そ
の
中
に
は
伝
承
経
路
を
掴
み
難
い
説
話
が
、

話
の
注
釈
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
も
の
の
一
つ
の
『
毘
沙
門
堂
本

古
今
集
注
』
で
は
、
「
ア
シ
ヒ
キ
ノ
」
の
本
説
を
次
の
よ
う
な
説
話
で
述
べ
て

い
る
。

図
信
清
輔
云
大
友
皇
子
狩
シ
給
ト
キ
白
虎
ノ
足
ヲ
イ
タ
リ
シ
カ
足
ヲ
引
テ

ノ

t

l

′

ヽ

′

l

梢
ヲ
走
リ
ケ
ル
ヨ
リ
山
ヲ
足
引
ト
イ
ヘ
リ

（
『
未
刊
回
文
古
註
釈
大
系
』
四
）

こ
れ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
「
厳
島
本
地
」
諸
本
の
う
ち
、
刊
本
と
厳
島

神
社
本
を
除
く
全
て
の
テ
キ
ス
ト
に
記
さ
れ
る
、
佐
伯
鞍
職
流
罪
の
経
緯
で
あ

る
。
佐
伯
鞍
職
は
、
金
色
の
鹿
を
射
た
罪
で
流
さ
れ
た
罪
人
で
あ
っ
た
。
本
筋

に
は
直
接
関
係
の
な
さ
そ
う
に
見
え
る
こ
の
話
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
テ

キ
ス
ト
外
の
要
因
と
し
て
は
、
厳
島
神
社
神
主
と
し
て
の
佐
伯
氏
の
出
自
を
積

極
的
に
語
り
た
い
姿
勢
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
正
統
な
祭
祀
者
と
し
て
の
位
置
を

確
か
な
ら
し
め
る
た
め
の
説
話
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
内
部
の
必

然
性
を
考
え
る
と
、
こ
こ
に
は
先
に
あ
げ
た
古
今
集
注
の
説
話
が
色
濃
く
影
を

落
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

佐
伯
の
鞍
職
が
射
た
の
は
、
金
色
の
毛
を
し
た
異
様
の
鹿
で
あ
っ
た
。
こ
の

鹿
は
、
長
門
本
『
平
家
物
語
』
巻
五
の
厳
島
縁
起
に
よ
れ
ば
、
厳
島
神
の
化
身

と
さ
れ
る
。

な
ん
ち
を
是
へ
く
た
す
も
我
は
か
ら
ひ
な
り

い
な
み
の
に
金
色
の
鹿
に
現
せ
L
も
我
な
り

汝
を
く
た
し
て
乳
母
に
せ
ん
か
た
め
な
り

つ
ま
り
、
鞍
職
の
配
流
は
す
べ
て
神
の
意
志
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
単
な
る
流
人
で
あ
っ
た
鞍
職
は
、
神
に
選
ば
れ
た
人

と
し
て
そ
の
正
統
祭
祀
者
と
し
て
の
地
位
は
安
泰
と
な
る
。
そ
し
て
、
鹿
が
神

で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
れ
ば
、
古
今
集
注
の
説
話
と
鞍
職
説
話
と
の
接
触
に

よ
っ
て
、
足
引
宮
と
い
う
名
が
導
き
出
さ
れ
る
の
は
ご
く
自
然
な
経
緯
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

足
引
宮
が
瓜
人
の
身
V
か
ら
神
へ
と
転
生
す
る
場
合
、
鞍
職
が
漂
着
し
た
宮

を
救
い
上
げ
て
は
じ
め
て
厳
島
大
明
神
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
鞍
職
が
鹿

用

を
射
る
こ
と
も
そ
れ
と
同
様
の
呪
術
的
行
為
だ
と
考
え
ら
れ
よ
か
。
鞍
虚
の
持

つ
金
の
弓
矢
は
、
再
生
へ
の
呪
具
な
の
で
あ
各
。

他
の
中
世
の
物
語
に
も
類
を
見
な
い
「
足
引
宮
」
と
い
う
名
前
は
、
注
釈
容

の
説
話
を
背
景
と
し
て
、
転
生
す
る
神
の
あ
り
方
を
明
確
に
表
わ
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。）

八
　
ま
と
め

（

以
上
、
「
厳
島
本
地
」
の
主
人
公
復
活
記
事
の
独
自
性
に
注
目
し
、
当
本
地

の
主
題
が
、
厳
島
の
神
と
し
て
垂
述
す
る
ま
で
の
主
人
公
の
い
わ
ば
輪
廻
転
生

を
描
く
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
き
た
。

「
厳
島
本
地
」
一
作
品
に
限
っ
て
も
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
数
々
の
伝
承
と

そ
の
基
盤
は
広
範
囲
に
渡
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
伝
承
を
取
り
入
れ
た
志
図
や
、

作
品
の
中
で
消
化
し
位
置
づ
け
て
い
く
あ
り
方
を
掠
る
た
め
に
は
、
ひ
と
り
テ

20



キ
ス
ト
内
の
読
解
の
み
な
ら
ず
、
作
品
を
外
か
ら
も
照
射
す
る
多
角
的
な
方
法

が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
一
々
の

要
素
の
持
つ
伝
承
の
広
が
り
を
作
品
以
外
の
文
献
に
求
め
、
か
つ
そ
の
世
界
を

い
か
に
主
題
に
取
り
込
ん
で
い
る
か
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

瓜
注
V

H
　
『
百
錬
抄
』
治
承
三
年
正
月
の
条
に
、
厳
島
神
社
を
二
十
二
杜
に
列
す

る
と
の
廷
議
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

脚
　
仁
安
二
年
、
厳
島
神
社
神
主
、
佐
伯
景
弘
の
解
（
『
平
安
遺
文
』
第
十

巻
、
補
一
一
〇
）
に
記
さ
れ
て
い
る
社
の
縁
起
と
貞
和
本
の
一
部
と
が
著

し
い
類
似
を
示
し
て
い
る
。

畑
　
M
・
エ
リ
ア
ー
デ
、
堀
一
郎
訳
『
大
地
・
農
耕
・
女
性
』
（
昭
和
四
十

三
年
末
来
社
刊
）
に
よ
る
。

用
　
金
田
鬼
一
氏
「
八
爬
烏
説
話
源
流
考
」
（
『
文
学
』
第
二
巻
五
号
）
に

は
、
『
撰
集
抄
』
の
例
、
及
び
参
考
と
し
て
「
紀
長
谷
雄
草
子
」
の
、
鬼

が
死
人
の
体
を
集
め
て
美
女
を
作
る
話
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

糊
　
夢
は
、
か
つ
て
神
と
人
と
が
交
通
を
持
て
る
手
段
だ
と
考
え
ら
れ
て
き

た
（
西
郷
信
綱
氏
『
古
代
人
と
夢
』
、
昭
和
四
十
七
年
平
凡
社
刊
）
。
中

世
の
物
語
に
於
て
夢
の
果
た
す
役
割
は
大
き
く
、
特
に
神
仏
の
示
現
に
関

す
る
も
の
が
多
い
。
当
本
地
で
は
、
夢
は
足
引
宮
が
瓜
人
の
身
V
を
脱
し

て
厳
島
神
と
な
る
た
め
の
成
年
式
の
象
徴
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

㈹
一
『
三
国
遺
事
』
巻
二
、
駕
洛
団
記
に
は
、
首
露
王
の
妃
と
な
る
女
が
船

で
恕
洛
国
に
漂
着
す
る
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
『
峯
相
記
』

に
多
く
類
例
が
あ
る
。

の
　
筑
土
鈴
寛
氏
の
よ
う
に
、
本
地
物
語
の
源
流
を
本
生
詔
（
ジ
ャ
ー
タ
カ
）

に
求
め
る
説
が
あ
る
（
「
唱
導
と
本
地
文
学
と
」
、
『
筑
土
鈴
寛
著
作
集

第
三
巻
』
、
昭
和
五
十
一
年
せ
り
か
書
房
刊
）
。
矩
難
を
経
る
点
で
は
両

者
の
類
似
は
認
め
ら
れ
る
が
、
本
生
評
に
於
て
粗
難
が
必
然
性
を
持
つ
の

は
、
そ
れ
が
前
生
の
釈
迦
の
発
心
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
地
物
語
で
は
、
主
人
公
は
一
方
的
に
ふ
り
か
か
る
難
難
を
甘
受
す
る
だ

け
で
、
そ
れ
が
神
と
し
て
野
わ
れ
る
た
め
の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
と
な
る

よ
う
な
深
い
苦
悩
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
こ
な
い
の
が
特
徴
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
、
本
生
詔
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
顛
難
の
形
が
認
め
ら
れ
る
。

㈱
　
貞
和
本
は
上
巻
を
欠
い
て
お
り
、
吉
祥
天
の
記
事
の
有
無
は
不
明
。

㈲
　
吉
田
東
伍
氏
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
上
方
編
、
近
江
国
浅
井
郡
竹
生
島

の
項
に
よ
る
。

㈹
　
藤
井
昭
氏
、
松
岡
久
人
氏
「
弥
山
の
山
岳
信
仰
」
（
『
山
岳
宗
教
史
研

究
叢
書
第
十
二
巻
・
大
山
、
石
槌
と
西
国
修
験
道
』
）
。

㈹
　
望
月
信
亨
氏
『
彿
教
大
辞
典
』
に
よ
る
。

拍
　
近
世
に
於
て
も
、
説
経
「
大
福
神
研
才
天
御
本
地
」
で
は
、
や
は
り
吉

祥
天
と
な
っ
て
人
界
に
現
わ
れ
、
天
上
界
で
は
弁
才
天
に
変
わ
る
天
女
が

括
か
れ
て
い
る
。

拍
　
刊
本
に
は
鞍
職
は
登
場
せ
ず
、
厳
島
神
社
本
で
は
、
流
人
で
は
な
く
在

地
の
人
と
な
っ
て
い
る
。

8
4
　
『
出
雲
圃
風
土
記
』
嶋
根
郡
加
賀
郷
の
条
に
は
、
佐
太
大
神
誕
生
の
際

の
呪
具
と
し
て
金
の
弓
矢
が
用
い
ら
れ
る
。

－
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
在
学
－

A
付
記
Ⅴ

本
稿
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
卒
業
論
文
と
し
て
奈
艮
女
子
大
学
へ
提
出
し
た

も
の
に
加
筆
補
訂
し
て
成
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
卒
業
論
文
作
成
の
際
は
、
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本
田
義
愚
先
生
に
、
ま
た
、
加
筆
補
訂
の
際
は
稲
賀
敬
二
先
生
に
御
指
導
を
賜

り
ま
し
た
。
土
こ
に
記
し
て
感
謝
致
し
ま
す
。

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

『
　
続
　
河
　
の
　
音
　
』

清
水
文
雄
著

瓜
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

『
　
文
　
芸
　
の
　
奥
　
庭
　
』

仲
田
庸
幸
著

前
著
「
人
生
と
文
芸
」
に
続
く
も
の
。
「
重
松
博
士
の
源
氏
物
語
と
人
間
性
」

「
源
氏
物
語
の
音
読
」
「
源
氏
物
語
の
『
萌
え
る
も
の
』
と
『
沈
潜
す
る
も
の
』
」

「
摂
関
制
の
山
と
王
朝
文
芸
の
特
色
」
　
『
大
村
は
ま
国
語
教
室
』
の
生
命
」
「
人

間
を
つ
く
る
と
こ
ろ
」
「
よ
き
師
よ
き
友
」
「
最
近
に
成
っ
た
俳
句
か
ら
」
「
長

崎
の
春
」
「
道
後
温
泉
」
の
十
篇
を
収
め
る
。

R
B
6
版
、
一
九
一
貢
、
昭
和
5
9
年
7
月
、
青
葉
図
密
刊
、
一
、
五
〇
〇
円
》

著
者
の
前
著
「
河
の
音
」
に
続
く
第
二
随
想
集
。
前
著
は
昭
和
二
二
年
か
ら

四
二
年
ま
で
二
〇
年
間
、
今
回
の
「
続
」
は
そ
の
後
、
五
年
ま
で
約
九
〇
笛
を

収
め
る
。
昭
和
四
二
年
の
「
停
年
の
弁
」
に
始
ま
り
、
今
年
五
月
、
東
京
か
ら

の
帰
途
、
永
い
問
、
実
行
で
き
な
か
っ
た
木
曽
路
の
「
鳥
居
峠
」
を
越
え
て
奈

良
井
宿
に
至
る
随
想
の
数
々
の
中
に
は
、
「
学
習
院
時
代
の
三
島
由
紀
夫
」
の

思
い
出
や
、
「
伊
藤
静
雄
の
こ
と
」
、
蓬
田
善
明
氏
の
「
遺
稿
『
を
ら
び
う
た
』

の
こ
と
」
な
ど
、
「
『
文
芸
文
化
』
創
刊
の
頃
」
以
来
、
著
者
の
最
も
近
く
に

あ
っ
た
数
々
の
人
を
憤
い
、
ま
た
、
「
和
泉
式
部
集
の
校
注
を
終
え
て
」
な
ど
、

長
年
の
研
究
対
象
と
の
ふ
れ
合
い
や
、
伊
勢
物
語
な
ど
歌
文
を
め
ぐ
る
洞
察
、

更
に
今
の
勤
務
校
の
学
長
と
し
て
、
大
学
祭
テ
ー
マ
に
寄
せ
て
、
な
ど
、
き
わ

め
て
多
彩
に
わ
た
る
。
い
ず
れ
も
著
者
の
お
人
柄
が
読
者
の
心
に
じ
か
に
訴
え

て
来
る
珠
玉
の
数
々
で
あ
る
。
浅
野
晃
氏
の
「
天
と
海
」
の
一
節
”
わ
れ
ら
は

み
な
／
愛
し
た
！
貫
務
と
！
永
訣
の
時
を
」
を
扉
に
、
三
千
院
育
苔
菩
薩
の

写
真
（
宗
弘
容
氏
撮
影
）
、
題
字
は
枚
方
志
功
氏
と
、
隅
々
ま
で
著
者
の
心
く

ぼ
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

R
B
6
版
、
三
五
五
ペ
ー
ジ
、
昭
和
5
9
年
1
0
月
、
王
朝
文
学
の
全
発
行
、
非
売

品
も
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